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1

序
　

本
論
の
目
的
は
、
①
視
覚
障
害
者
の
身
体
の
あ
り
方
を
分
析
し
、
②
そ
の
美

学
研
究
と
し
て
の
意
義
、
お
よ
び
③
実
社
会
に
対
し
て
な
し
う
る
貢
献
の
射
程

を
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
論
が
問
題
に
す
る
の
は
、
視
覚
障
害

者
の
身
体
の
「
表
象
」
で
は
な
く
、
当
事
者
の
「
生
身
の
身
体
」
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
本
論
は
美
学
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
手
法
で
あ
る
文
献
調
査
に
加
え

て
、
視
覚
障
害
者
へ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
っ
た
︵
1
︶。
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
は
、具
体
的
に
は
、筆
者
が
二
〇
一
四
年
か
ら
一
六
年
に
か
け
て
行
な
っ

た
二
十
五
名
の
当
事
者
へ
の
非
構
造
化
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
表
）
と
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
等
に
お
け
る
行
動
観
察
か
ら
成
る
︵
2
︶。

　

本
論
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
1
節
で
ま
ず
、
従
来
の
美
学
に
お

け
る
視
覚
障
害
者
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
。
視
覚
障
害
者
は
、
こ
れ
ま
で

の
美
学
に
お
い
て
も
っ
ぱ
ら
触
覚
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
な
お
か

つ
触
覚
は
視
覚
と
は
異
な
る
直
接
知
を
担
う
感
覚
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
2
節

で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
に
も
と
づ
き
、
視
覚
障
害
者
の
触
覚
が
、

こ
れ
ま
で
美
学
が
前
提
と
し
て
き
た
触
覚
と
は
異
な
る
使
い
方
を
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
3
節
で
は
、
や
は
り
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
に

も
と
づ
き
、
視
覚
障
害
者
に
お
い
て
必
ず
し
も
触
る
こ
と
が
支
配
的
な
認
知
の

方
法
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
4
節
で
は
、
障
害
学
に
お
け

る
障
害
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
障
害
に
対
す
る
身
体
論
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
持
ち
う
る
射
程
を
評
価
す
る
。

　

な
お
、
本
論
で
は
「
視
覚
障
害
者
」
と
ひ
と
く
く
り
で
論
じ
て
い
る
が
、
実

際
に
は
そ
の
状
態
や
特
性
は
多
様
で
あ
る
。
ま
ず
全
盲
、
弱
視
、
半
盲
と
い
っ

た
見
え
方
の
違
い
が
あ
り
、
同
じ
全
盲
で
も
先
天
盲
な
の
か
中
途
失
明
な
の
か

と
い
っ
た
視
覚
経
験
の
有
無
が
あ
り
、
中
途
失
明
で
も
成
人
し
て
か
ら
失
明
し

た
の
か
そ
れ
と
も
幼
い
う
ち
に
失
明
し
た
の
か
と
い
う
失
明
時
期
の
違
い
が
あ

り
、
さ
ら
に
は
生
活
環
境
の
違
い
や
性
別
の
違
い
も
関
係
し
て
く
る
。
こ
う
し

た
多
数
の
条
件
が
関
与
す
る
た
め
、
視
覚
障
害
者
の
身
体
の
あ
り
方
は
実
に
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
（
障
害
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
現
実
の
身
体
は
す
べ
て
多
様
で
あ

る
が
）。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
本
論
は
、
あ
く
ま
で
「
身
体
論
」

と
し
て
あ
る
程
度
一
般
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
議
論
を
進
め
た
。
ま
た
、
表

記
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
は
「
視
覚
障
害
者
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
が
、

当
事
者
の
経
験
に
も
と
づ
く

視
覚
障
害
者
の
身
体
論

伊
藤
　
亜
紗
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一
部
引
用
の
中
で
は
「
盲
人
」
と
い
う
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。

1
　
従
来
の
美
学
に
お
け
る
視
覚
障
害
者
の
位
置

1
─
1
　「
視
覚
障
害
者
＝
触
覚
」

　

西
欧
の
美
学
的
思
考
の
な
か
で
、
視
覚
障
害
者
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
登
場
す

る
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
ま
っ
さ
き
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
「
モ
リ
ヌ
ー
問
題
」
で
あ

ろ
う
。
生
ま
れ
な
が
ら
の
視
覚
障
害
者
が
、
あ
る
日
手
術
に
よ
っ
て
視
力
を
回

復
し
た
と
す
る
。
こ
の
人
物
は
、
そ
れ
ま
で
手
で
触
っ
て
区
別
し
て
い
た
四
角

い
物
体
と
丸
い
物
体
を
、
目
で
見
て
た
だ
ち
に
区
別
で
き
る
か
│
│
モ
リ
ヌ
ー

が
書
簡
で
提
起
し
ロ
ッ
ク
が
取
り
上
げ
た
こ
と
で
広
ま
っ
た
こ
の
問
題
は
、
経

験
論
の
隆
盛
を
背
景
と
し
て
、
当
時
の
主
要
な
思
想
家
ほ
ぼ
す
べ
て
を
巻
き
込

む
大
論
争
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。

　

な
か
で
も
代
表
的
な
論
考
を
一
つ
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
ド
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ
の

『
目
の
見
え
る
人
の
た
め
の
目
の
見
え
な
い
人
に
つ
い
て
の
手
紙
』（
一
七
四
九
、

以
下
『
盲
人
書
簡
』）
だ
ろ
う
。
こ
の
書
簡
に
お
い
て
デ
ィ
ド
ロ
は
、
ル
・
ピ
ュ

イ
ゾ
ー
に
住
み
、
王
立
植
物
園
で
植
物
学
を
修
め
た
と
い
う
視
覚
障
害
者
に
実

際
に
話
を
聞
き
に
行
き
、
そ
の
話
に
基
づ
い
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。
デ
ィ
ド

ロ
が
こ
う
し
た
一
種
の
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
を
行
な
っ
た
の
は
、モ
リ
ヌ
ー

問
題
を
め
ぐ
る
論
争
が
、
当
時
最
新
の
技
術
で
あ
っ
た
外
科
手
術
や
実
験
の
、

し
ば
し
ば
信
憑
性
が
疑
わ
し
い
報
告
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ

る
。
ジ
ナ
・
ヴ
ェ
イ
ガ
ン
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
視
覚
障
害
者
の
社
会
的
立
場
を

め
ぐ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
を
見
る
研
究
者
さ
え
い
る
。「
デ
ィ
ド
ロ
を
さ

か
い
に
し
て
、
視
覚
障
害
者
が
客
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
見
せ
物
形
式

の
実
験
の
時
代
か
ら
、
主
体
と
し
て
哲
学
者
と
対
等
な
話
し
相
手
と
な
る
対
話

《表》インタビュー調査者リスト（2014.3～ 2016.12）

1 SKさん 全盲、幼少時失明 男性 30代 針灸店経営など
2 KMさん 全盲、高校生で失明 男性 30代 ワークショップデザインなど
3 NSさん 全盲、39歳で失明 男性 40代 薬膳・鍼灸店経営など
4 HKさん 全盲、13歳で失明 男性 40代 博物館准教授
5 YSさん 弱視、22歳から 男性 50代 都職員、陸上競技
6 TMさん 全盲、20代で失明 女性 40代 ピアニストなど
7 UMさん 全盲、５歳で失明、見た記憶なし 男性 30代 市職員
8 SYさん 全盲、幼少時失明 男性 30代 ワークショップデザインなど
9 KTさん 全盲、７歳で失明 男性 30代 ブラインドサッカー

10 TAさん 弱視、10歳から 男性 30代 ブラインドサッカー
11 OHさん 全盲、30代で失明 男性 50代 鍼灸師
12 AMさん 全盲、全ろう、16歳から 女性 20代 エッセイ、講演
13 ITさん 弱視、26歳から 男性 30代 ロービジョンフットサル日本代表
14 SJさん 全盲、12歳で失明 男性 50代 リサーチ・サイエンティスト
15 KEさん 半盲、４年前から 女性 ？ 元手術室看護師、小・中学校教諭
16 HRさん 全盲、19歳で失明 女性 30代 絵画制作など
17 IKさん 全盲、６歳で失明 男性 40代 インフラエンジニア
18 OJさん 全盲、32歳で失明 女性 ？ シンガーソングライターなど
19 YBさん 全盲、20歳で失明 男性 50代 マラソン
20 DRさん 全盲、20代で失明 女性 60代 マラソン
21 OHさん 弱視、10歳頃から 男性 30代 ブラインドサッカー
22 KKさん 弱視、18歳から 男性 20代 ブラインドサッカー
23 KKさん 全盲、１歳で失明、見た記憶なし 男性 20代 競泳
24 TCさん 全盲、18歳で失明 女性 30代 陸上競技
25 AAさん 弱視、14歳から 女性 30代 ゴールボール
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の
時
代
へ
移
っ
た
の
で
あ
る
」︵
3
︶。

　

た
だ
し
、
そ
こ
で
の
視
覚
障
害
者
の
扱
わ
れ
方
は
、
徹
底
的
に
「
触
覚
」
と

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
モ
リ
ヌ
ー
問
題
で
は「
見
て
分
か
る
」こ
と
と「
触
っ

て
分
か
る
」
こ
と
の
関
係
が
問
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
聴
覚
や
嗅
覚
、
あ

る
い
は
他
者
か
ら
の
言
葉
な
ど
、
視
覚
障
害
者
が
通
常
用
い
る
触
覚
以
外
の
情

報
入
手
手
段
が
、
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
の
触
覚

重
視
は
、
視
覚
を
最
高
位
と
す
る
感
覚
の
序
列
に
価
値
転
倒
を
起
こ
し
、
結
果

と
し
て
モ
リ
ヌ
ー
問
題
の
問
い
自
体
を
無
意
味
な
も
の
に
転
化
す
る
こ
と
を
目

論
ん
で
い
た
。
デ
ィ
ド
ロ
は
ル
・
ピ
ュ
イ
ゾ
ー
の
男
に
「
目
が
見
え
る
よ
う
に

な
り
た
い
か
」
問
い
か
け
る
。
す
る
と
彼
は
こ
う
答
え
た
と
い
う
。「
視
覚
よ

り
む
し
ろ
も
っ
と
長
い
腕
が
欲
し
い
で
す
ね
。（
…
）
そ
も
そ
も
、
な
い
器
官

を
も
ら
う
よ
り
も
、
今
持
っ
て
い
る
も
の
を
改
善
す
る
方
が
先
で
し
ょ
う
」︵
4
︶。

視
覚
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
な
い
状
態
を
完
全
形
と
す
る
人
間
の
認
識

の
形
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
覚
障
害
者
と
触
覚
を
結
び
つ
け
る
発
想
は
、
同
じ
モ
リ
ヌ
ー
問

題
に
取
り
組
ん
で
い
た
『
エ
ミ
ー
ル
』（
一
七
六
二
）
の
ル
ソ
ー
や
、『
博
物
誌
』

第
三
巻
（
一
八
四
九
）
の
ビ
ュ
ッ
フ
ォ
ン
に
お
い
て
も
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
な

く
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
結
び
つ
き
は
、
視
覚
障
害
者
の
生
活
環
境
そ
の

も
の
に
も
影
響
を
与
え
た
。
視
覚
障
害
者
の
触
覚
能
力
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
触
覚
を
用
い
て
盲
人
を
教
育
す
る
道
が
開
か
れ
、
盲
学
校
の
設
立
や
ル

イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
ら
に
よ
る
点
字
の
発
明
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
に
な
っ
て
も
「
視
覚
障
害
者
＝
触
覚
」
の
等
号
は
当
然
の
よ
う
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』

（
一
九
四
五
）
に
お
い
て
、
触
れ
な
が
ら
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
触
覚
特
有
の
主

客
の
融
合
状
態
に
注
目
し
、
そ
の
後
「
肉
」
を
め
ぐ
る
思
想
を
展
開
し
た
。
こ

こ
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
第
二
部
第
Ⅰ
章
で
視
覚
障
害
者
に
つ
い
て
の
言
及

が
あ
る
が
、
や
は
り
当
然
の
よ
う
に
「
視
覚
障
害
者
＝
手
で
触
っ
て
認
知
を
す

る
人
」
と
し
て
議
論
の
文
脈
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

1
─
2
　「
触
覚
＝
直
接
知
」

　

こ
の
よ
う
に
美
学
に
お
い
て
視
覚
障
害
者
は
、
視
覚
と
触
覚
を
対
立
的
に
論

じ
る
文
脈
に
お
い
て
登
場
す
る
。
視
覚
障
害
者
は
、
ま
さ
に
視
覚
を
持
た
な
い

が
ゆ
え
に
、「
触
覚
の
巧
み
な
使
い
手
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
文
脈
に
お
い
て
触
覚
に
期
待
さ
れ
て
い
た
の
は
、
視
覚
を
最
上
位
と
す
る

感
覚
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
転
倒
す
る
「
カ
ウ
ン
タ
ー
」
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。

触
覚
は
、
視
覚
が
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
感
覚
で
あ
る
、

と
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

デ
リ
ダ
は
、
低
級
感
覚
で
あ
る
は
ず
の
触
覚
を
実
は
重
視
す
る
こ
う
し
た
考

え
方
が
、
西
欧
形
而
上
学
の
根
底
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ

ば
、
善
を
触
覚
に
還
元
し
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
経
て

現
象
学
に
至
る
ま
で
、こ
う
し
た
「
触
覚
中
心
主
義 haptocentrism

e

」
が
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
触
覚
が
行
為
や
現
実
的
な
も
の
の
側
に
属
し
、
直
接

的
な
知
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
視
覚
は
、
仮
想
的
な
も
の
や
幻
影
と
結
び
つ

く
。「
触
覚
は
仮
想
化
に
あ
ら
が
う
も
の
で
あ
る
と
、
人
は
お
の
ず
と
信
じ
こ

4

4

4

み4

が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
触
覚
中
心
主
義
的
な
直
観
主
義
│
│
連
続
的
か

つ
連
続
主
義
的
な
│
│
が
、
本
当
に
支
配
的
伝
統
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
…
）
お

そ
ら
く
哲
学
は
、
そ
れ
自
体
で
、
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
か
ら
し
て
、
こ
の
信
念

そ
の
も
の
に
服
従
し
て
い
る
」︵
5
︶。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
デ
リ
ダ
が
「
触
覚
中
心
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
う
し
た
伝

統
の
な
か
で
、
触
覚
の
直
接
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
触
覚
は
、



4

自
ら
の
身
体
を
対
象
に
直
接
触
れ
さ
せ
る
認
知
の
手
段
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に

は
視
覚
の
よ
う
な
仮
想
性
が
入
り
込
む
余
地
が
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
も
っ

と
も
根
源
的
な
自
己
や
真
理
に
じ
か
に
「
触
れ
る
」
こ
と
の
で
き
る
感
覚
だ
と

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
触
覚
＝
直
接
知
」
と
い
う
考
え
方
が
、「
視
覚
障
害
者
＝
触
覚
」
と

な
ら
ん
で
、
従
来
の
美
学
に
お
け
る
視
覚
障
害
者
の
位
置
を
理
解
す
る
う
え
で

念
頭
に
お
い
て
お
く
べ
き
特
徴
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
等
号
が
表
す
も

の
と
、
筆
者
が
行
な
っ
て
き
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
を
照
ら
し
合
わ
せ

な
が
ら
、
視
覚
の
な
い
身
体
で
生
き
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
当
事
者
の

経
験
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

2
　
視
覚
障
害
者
的
な
触
覚

　

最
初
に
検
討
し
た
い
の
は
、「
触
覚
＝
直
接
知
」
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
確

か
に
私
た
ち
は
、
自
分
の
手
で
対
象
に
触
れ
、
そ
の
接
触
面
か
ら
対
象
に
つ
い

て
認
識
を
得
る
。
も
ち
ろ
ん
視
覚
障
害
者
に
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
触
覚
は

存
在
す
る
。
し
か
し
実
際
に
行
動
観
察
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
み
る
と
、

視
覚
障
害
者
が
視
覚
障
害
者
と
し
て
生
活
す
る
う
え
で
必
要
な
の
は
、
も
っ
と

異
な
る
触
覚
、
具
体
的
に
は
「
間
接
知
」
と
で
も
言
う
べ
き
触
覚
の
あ
り
方
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
下
、「
記
号
」
と
「
不
在
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ

う
し
た
視
覚
障
害
者
の
触
覚
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

2
─
1
　
触
覚
の
記
号
性

　

三
十
九
歳
の
と
き
に
事
故
で
失
明
し
た
N
S
さ
ん
は
、
二
〇
一
三
年
に
開

催
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト︵
6
︶で
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。「〔
見
え
な
く
な
っ

て
〕
最
初
は
触
る
と
い
う
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
く
て
、
触
っ
て
も
分
か
ら
な
い

と
思
っ
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
慣
れ
て
く
る
と
、
ち
ょ
っ
と
触
っ
た
だ

け
で
全
体
が
分
か
っ
た
り
す
る
ん
で
す
」。
た
と
え
ば
盲
導
犬
を
触
っ
て
も
、

最
初
は
ど
こ
が
頭
で
ど
こ
が
尻
尾
だ
か
分
か
ら
ず
、「
毛
の
塊
」
に
し
か
思
え

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
触
れ
た
場
所
が
体
の
ど
こ
で
あ
る
か
が
分
か
る

し
、
そ
こ
が
人
の
肩
で
あ
れ
ば
肩
全
体
の
丸
み
を
感
じ
、
さ
ら
に
は
肩
に
つ
な

が
る
腕
や
頭
部
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
れ
は
も
は
や「
見

て
い
る
感
じ
に
近
い
」
と
N
S
さ
ん
は
言
う
。

　

こ
の
N
S
さ
ん
の
発
言
は
、
二
つ
の
重
要
な
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ひ

と
つ
は
、「
視
覚
障
害
者
的
な
触
覚
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
存
在
だ
。
ひ

と
え
に
「
触
覚
」
と
い
っ
て
も
、
晴
眼
者
の
そ
れ
と
視
覚
障
害
者
の
そ
れ
は
同

じ
も
の
で
は
な
い
。「
見
て
い
る
感
じ
に
近
い
」
と
い
う
発
言
は
、
N
S
さ
ん

の
触
覚
が
事
故
前
の
視
覚
が
担
っ
て
い
た
機
能
を
代
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
事
故
前
と
事
故
後
で
は

触
覚
に
期
待
さ
れ
る
役
割
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
晴
眼
者
に

と
っ
て
の
触
覚
」
と
「
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
の
触
覚
」
で
は
、
そ
の
役
割
や

情
報
処
理
の
仕
方
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
に
「
触
覚
を
持
っ

て
い
る
」
だ
け
で
は
視
覚
障
害
者
と
し
て
生
活
す
る
た
め
に
は
不
十
分
な
の
で

あ
る
。
N
さ
ん
は
事
故
で
突
然
失
明
し
た
た
め
、
い
わ
ば
「
晴
眼
者
の
身
体

の
ま
ま
」
失
明
し
た
状
態
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
リ
ハ
ビ
リ
や
生
活
訓
練
を
経
て

「
視
覚
障
害
者
的
な
触
覚
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
不
便
を
感
じ

る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
、「
対
象
が
見

え
た
上
で
触
る
」
触
覚
か
ら
「
対
象
が
見
え
な
い
状
態
で
触
る
」
へ
の
移
行
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
視
覚
障
害
者
的
な
触
覚
」
は
先
天
的
な
も
の
で
は

な
く
、
後
天
的
に
学
習
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
美
学
の
文
脈
で
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は
、
視
覚
が
多
分
に
学
習
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た

が
│
│
た
と
え
ば
ハ
ル
・
フ
ォ
ス
タ
ー
に
よ
る
「
視
覚 vision

」
と
「
視
覚
性 

visionary
」
の
区
別
︵
7
︶
を
想
起
さ
れ
た
い
│
│
、
触
覚
に
も
ま
た
、
学
習
さ

れ
う
る
側
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

二
つ
め
の
示
唆
は
、
視
覚
障
害
者
的
な
触
覚
が
持
つ
「
記
号
性
」
で
あ
る
。

N
S
さ
ん
の
触
覚
は
、
当
初
、
対
象
と
の
接
触
面
に
限
ら
れ
て
お
り
、
も
っ

ぱ
ら
そ
の
触
感
的
情
報
を
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
（「
毛
の
塊
」
と
い
う
盲
導

犬
の
捉
え
方
が
そ
れ
を
如
実
に
表
し
て
い
る
）。と
こ
ろ
が「
障
害
者
的
な
触
覚
」

を
獲
得
す
る
に
つ
れ
て
、
N
S
さ
ん
の
認
知
は
対
象
と
接
触
し
て
い
な
い
箇

所
を
も
含
む
、
よ
り
概
念
的
・
記
号
的
な
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
従
来
触
覚
に
関
し
て
前
提
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
直
接
性
が
、
視
覚
障
害

者
的
な
触
覚
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
違
い
は
、
実
際
的
な
必
要
性
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

晴
眼
者
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
、
そ
の
対
象
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
認
知
を

視
覚
的
に
得
た
上
で
そ
れ
に
手
を
伸
ば
す
と
い
う
順
序
に
な
る
。
そ
の
た
め
、

手
で
把
握
す
る
の
は
、
視
覚
で
は
把
握
で
き
な
い
素
材
の
質
感
や
柔
ら
か
さ
、

温
度
と
い
っ
た
情
報
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
視
覚
障
害
者
の
場
合
に
は
、
対
象
が

何
で
あ
る
か
と
い
う
理
解
が
な
い
状
態
で
そ
れ
に
手
を
伸
ば
す
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
、
対
象
を
同
定
す
る
作
業
が
ま
ず
行
う
べ
き
触
覚
の
仕
事
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
覚
障
害
者
的
触
覚
の
記
号
性
を
生
か
し
た
の
が
、
点
字
と
い
う

表
記
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
K
M
さ
ん
は
、
筆
者
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、

点
字
を
読
む
能
力
が
、
タ
オ
ル
の
質
感
を
感
じ
分
け
る
能
力
と
は
全
く
異
な
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
点
字
は
、「
盛
り
上
げ
る
高
さ
や
、
点
と
点
の
間
隔
が
、

ル
ー
ル
に
の
っ
と
っ
て
、読
み
や
す
い
よ
う
に
で
き
て
い
る
」の
に
対
し
て
、「
タ

オ
ル
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
で
き
て
い
な
い
の
で
、
ぼ
く
ら
で
も
毛
の
一
本
一
本

を
感
じ
た
り
数
え
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
つ
ま
り
点
字
を
読
む
行
為

は
、
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
る
点
の
配
置
の
可
能
性
の
う
ち
、
今
触
っ
て
い
る

点
の
配
置
が
ど
れ
に
相
当
す
る
の
か
を
照
合
す
る
記
号
的
な
作
業
で
あ
り
、
さ

ら
に
そ
の
配
置
の
パ
タ
ー
ン
が
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
デ
ザ
イ
ン
が
工
夫
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
タ
オ
ル
に
は
そ
の
よ
う
な
配
置
の
法
則
は
な

く
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
の
デ
ザ
イ
ン
上
の
工
夫
も
な
い
。
同
じ
手
で
物
を
触

る
行
為
で
も
、
両
者
で
は
認
識
の
働
き
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
視
覚
障
害
者
が
実
際
に
点
字
を
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ

ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
点
字
を
読
む
手
は
一
カ
所
に
と
ど
ま
っ
た
り
、
同
じ
と

こ
ろ
を
反
復
的
に
触
る
よ
う
な
触
り
方
は
し
な
い
。
一
九
九
五
年
に
文
部
科
学

省
が
示
し
た
指
標
に
よ
れ
ば
、
教
科
学
習
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
速

度
は
四
五
〇
マ
ス
／
分
、
理
想
的
に
は
六
〇
〇
マ
ス
／
分
で
あ
り
、
一
秒
に
七
・

五
か
ら
一
〇
マ
ス
と
か
な
り
の
速
度
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︵
8
︶。

そ
こ
に
は
、
触
覚
に
関
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
論
じ
て
い
た
よ
う
な
主
客

の
融
合
状
態
が
入
り
込
む
よ
う
な
余
地
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
確
か
に
指
先
で

点
を
触
っ
て
い
る
に
は
違
い
な
い
が
、
指
が
お
そ
ら
く
点
の
触
り
心
地
を
ほ
と

ん
ど
感
知
し
な
い
ま
ま
に
、
接
触
面
の
感
覚
は
配
置
パ
タ
ー
ン
の
認
識
へ
、
そ

し
て
対
応
す
る
文
字
の
意
味
へ
と
た
だ
ち
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は

晴
眼
者
が
墨
字
を
読
む
と
き
に
、
文
字
の
形
を
い
ち
い
ち
知
覚
し
な
い
の
と
同

様
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
点
字
が
読
め
る
か
ら
と
い
っ
て
「
視
覚
障
害
者
は

触
覚
が
す
る
ど
い
」と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。「
晴
眼
者
的
な
触
覚
」と「
視

覚
障
害
者
な
触
覚
」
の
違
い
を
認
識
し
な
い
ま
ま
、
そ
の
よ
う
な
固
定
観
念
を

押
し
付
け
る
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
に
対
す
る
困
惑
は
、
し

ば
し
ば
当
事
者
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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2
─
2
　
記
号
の
触
覚
性

　

こ
の
よ
う
に
視
覚
障
害
者
的
な
触
覚
は
、
晴
眼
者
的
な
触
覚
と
は
異
な
り
、

記
号
的
な
認
知
に
長
け
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
触
覚
＝
直
接
知
」
と
い
う
等

号
は
必
ず
し
も
成
立
し
て
い
な
い
。
こ
の
触
覚
と
記
号
の
結
び
つ
き
は
、
逆
方

向
に
お
い
て
も
作
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
視
覚
障
害
者
の
記
号
の
理
解
に
、

触
覚
が
多
分
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
全
盲
の
K
M
さ
ん
は
、
筆
者
と
と
も
に
筆
者
の
勤
務
先
で
あ
る

東
京
・
大
岡
山
の
坂
道
を
歩
い
て
い
た
と
き
、「
大
岡
山
は
や
っ
ぱ
り
山
で
、

い
ま
そ
の
斜
面
を
お
り
て
い
る
ん
で
す
ね
」
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
晴
眼
者
で
あ

れ
ば
「
坂
道
を
く
だ
る
」
と
理
解
す
る
移
動
経
験
を
、
K
M
さ
ん
は
「
山
の

斜
面
を
お
り
る
」
と
形
容
し
た
の
で
あ
る
。「
山
の
斜
面
を
お
り
る
」
と
は
、

具
体
的
に
は
、
土
地
全
体
を
俯
瞰
的
か
つ
三
次
元
的
に
捉
え
、
そ
の
お
椀
を
返

し
た
よ
う
な
「
山
」
の
表
面
を
自
分
た
ち
が
お
り
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
K
M
さ
ん
に
喚
起
し
た
の
は
、「
大
岡
山
」

と
い
う
地
名
で
あ
る
。
K
M
さ
ん
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
訪
問
地
で
あ
る
こ

の
地
名
に
含
ま
れ
る
「
山
」
と
い
う
言
葉
が
、「
足
元
の
地
面
の
傾
き
」
と
い

う
情
報
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
興
味
深
い
の
は
、
K
M
さ
ん
が
、「
山
」
と
い
う
記
号
を
、

俯
瞰
的
か
つ
立
体
的
な
地
形
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
晴
眼
者
に
と
っ
て
「
山
」
は
│
│
た
と
え
ば
「
富
士
山
」
を
思
い
浮

か
べ
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
│
│
、
現
実
に
は
立
体
物
だ
と
分
か
っ
て
い
て
も
、

平
面
的
に
、「
八
の
字
」
の
地
形
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
絵
画

や
映
像
と
い
っ
た
視
覚
文
化
が
、
こ
の
平
面
的
な
理
解
を
助
長
し
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
視
覚
障
害
者
、
と
く
に
幼
い
こ
ろ
に
失
明
し

た
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、
山
は
、
模
型
を
触
っ
て
理
解
し
た
あ
の
「
山
」
で

あ
る
。「
山
」
い
う
記
号
の
理
解
が
、
触
覚
的
な
経
験
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
「
月
」
や
「
太
陽
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
晴

眼
者
に
と
っ
て
そ
れ
ら
は
「
盆
の
よ
う
に
ま
ん
丸
」
だ
が
、視
覚
障
害
者
に
と
っ

て
は
「
球
」
な
の
で
あ
る
。

2
─
3
　
存
在
と
不
在
の
あ
い
だ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン

　
「
触
覚
＝
直
接
知
」
と
い
う
理
解
に
再
考
を
迫
る
視
覚
障
害
者
的
な
触
覚
の

特
徴
と
し
て
、「
記
号
性
」
の
ほ
か
に
も
う
一
点
、「
不
在
」
へ
の
関
わ
り
を
あ

げ
て
お
き
た
い
。
触
覚
と
い
え
ば
、
一
般
に
は
対
象
の
物
理
的
存
在
に
じ
か
に

触
れ
る
感
覚
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
は
、

触
覚
は
む
し
ろ
不
在
と
結
び
つ
い
た
感
覚
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
存
在
と
不
在
は
、

截
然
と
区
別
で
き
な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

筆
者
が
行
な
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
︵
9
︶
で
、
あ
る
視
覚
障
害
者
の
男
性
が
、

「
海
鮮
丼
の
食
べ
に
く
さ
」
に
つ
い
て
発
言
し
た
。
彼
の
主
張
は
こ
う
で
あ
る
。

海
鮮
丼
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
タ
が
ひ
と
つ
の
丼
の
上
に
の
っ
て
い
る
た
め
に
、

一
見
食
べ
や
す
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
マ
グ
ロ

が
食
べ
た
い
と
思
っ
て
口
に
入
れ
る
と
イ
カ
が
入
っ
て
き
た
り
、
ハ
マ
チ
だ
と

思
っ
て
食
べ
る
と
玉
子
だ
っ
た
り
す
る
の
で
、
美
味
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
寿
司
を
食
べ
る
場
合
に
は
、
自
分
は
海
鮮
丼
で
は
な
く
、
一
種
類
ず

つ
握
り
を
頼
む
ほ
う
が
よ
い
。
こ
の
男
性
の
発
言
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
視

覚
障
害
者
の
行
為
の
ベ
ー
ス
に
あ
る「
予
期
の
難
し
さ
」で
あ
る
。視
覚
は
、我
々

が
実
際
に
行
為
に
入
る
ま
え
に
、
行
為
の
予
期
（
た
と
え
ば
マ
グ
ロ
の
味
）
を

立
て
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
視
覚
障
害
者
の
場
合
に
は
、
嗅
覚
や
聴

覚
の
情
報
が
な
け
れ
ば
、
正
確
な
予
期
が
な
い
状
態
で
対
象
と
物
理
的
に
接
触
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す
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
視
覚
障
害
者
的
な
触
覚
に
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
「
想
定
外
」
の
情
報
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
視
覚
障
害
者
が
常
に
、
予
期
が
部
分
的
に

は
ず
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
為
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
予

期
が
は
ず
れ
た
こ
と
に
い
ち
い
ち
驚
い
て
い
て
は
行
為
が
で
き
な
い
か
ら
、
不

意
打
ち
に
あ
う
可
能
性
を
織
り
込
ん
だ
よ
う
な
仕
方
で
、
環
境
を
認
知
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
全
盲
の
N
S
さ
ん
は
、筆
者
と
の
対
話
の
な
か
で
、こ
れ
を
「
目

の
前
の
コ
ッ
プ
」
を
例
に
語
っ
て
い
る
。
目
の
前
に
コ
ッ
プ
が
あ
り
、
そ
れ
を

手
で
触
れ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
そ
れ
が
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
し

か
し
そ
の
コ
ッ
プ
か
ら
手
を
離
し
た
瞬
間
、
そ
の
存
在
は
不
確
か
に
な
る
。「
そ

こ
に
コ
ッ
プ
が
存
在
す
る
確
か
ら
し
さ
」
は
、
時
間
と
と
も
に
減
衰
す
る
だ
ろ

う
。
誰
か
が
断
り
も
な
く
コ
ッ
プ
を
片
付
け
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
気

が
つ
か
な
い
う
ち
に
別
の
コ
ッ
プ
と
す
り
替
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

「
存
在
す
る
」
が
「
た
ぶ
ん
存
在
す
る
」
に
な
り
、
や
が
て
「
き
っ
と
存
在
す

る
だ
ろ
う
」
に
、
そ
し
て
「
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
に
な
っ
て
い
く
。
視

覚
的
に
は
、「
存
在
」
と
「
不
在
」
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
状
態
で
あ

る
が
、
視
覚
障
害
者
が
認
知
す
る
環
境
に
お
い
て
は
、
両
者
の
区
別
は
あ
い
ま

い
で
あ
り
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
な
し
て
い
る
。
触
覚
を
多
く
用
い
て
認
知
を

行
う
と
は
い
え
、
対
象
を
常
に
確
固
た
る
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
む
し
ろ
存
在
と
不
在
が
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
認
知
の

あ
り
方
が
、
視
覚
障
害
者
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

3
　「
手
で
触
る
」
以
外
の
認
知
手
段
の
重
要
性

　

さ
て
こ
こ
ま
で
、「
触
覚
＝
直
接
知
」
と
い
う
等
号
が
、
視
覚
障
害
者
的
な

触
覚
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
成
立
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
つ
づ

け
て
検
討
し
た
い
の
は
、「
視
覚
障
害
者
＝
触
覚
」
と
い
う
等
号
で
あ
る
。

　

確
か
に
視
覚
障
害
者
は
、
晴
眼
者
が
視
覚
的
に
把
握
す
る
も
の
、
た
と
え
ば

目
の
前
の
コ
ッ
プ
を
、
直
接
手
で
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
す
る
。
そ
の
意

味
で
は
触
る
と
い
う
方
法
を
用
い
る
頻
度
は
相
対
的
に
高
い
と
言
え
る
。
し
か

し
こ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
、
す
べ
て
の
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
触
る
こ
と
が
支

配
的
な
認
知
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
視
覚
障
害

者
と
は
触
る
人
で
あ
る
」
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

3
─
1
　
視
覚
的
世
界
へ
の
適
合

　

ま
ず
前
提
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
は
、
視
覚
障
害
者
の
中
に
は
、
触
る
こ

と
を
意
識
的
に
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
S
K

さ
ん
は
筆
者
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
例
え
ば

こ
の
部
屋
に
は
い
っ
て
き
て
、
子
供
の
頃
だ
っ
た
ら
あ
ち
こ
ち
歩
き
回
っ
て
、

触
り
ま
く
っ
て
、
テ
ー
ブ
ル
が
あ
る
こ
と
と
か
広
さ
と
か
を
把
握
す
る
ん
で
す

よ
。
だ
け
ど
大
人
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
く
な
る
わ

け
で
す
。
歩
き
回
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
や
た
ら
触
る
の
も
い
や
が
ら
れ
る
。

見
え
る
人
た
ち
の
習
慣
で
は
そ
う
い
う
の
無
い
か
ら
ね
」。
つ
ま
り
、
S
K
さ

ん
は
、
晴
眼
者
が
支
配
的
で
あ
る
社
会
に
お
い
て
は
、
触
覚
が
「
不
潔
さ
」
や

「
破
壊
の
危
険
」
と
い
っ
た
観
念
と
結
び
つ
い
て
否
定
的
な
価
値
を
与
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
社
会
の
規
範
に
自
ら
を
合
わ
せ
る

た
め
に
、
大
人
に
な
る
過
程
で
、
少
な
く
と
も
人
前
で
は
過
度
に
触
る
こ
と
を

避
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

S
K
さ
ん
の
よ
う
に
、
社
会
の
規
範
に
合
わ
せ
る
た
め
に
触
覚
の
使
用
を

控
え
よ
う
と
す
る
視
覚
障
害
者
は
少
な
く
な
い
。前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に「
す
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べ
て
を
触
ら
な
く
て
も
全
体
が
分
か
る
」
と
い
う
触
覚
が
発
達
し
て
い
る
こ
と

も
一
因
だ
ろ
う
が
、
成
人
の
視
覚
障
害
者
で
、
何
に
で
も
触
り
た
が
る
人
は
ほ

と
ん
ど
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
、「
触
覚
障
害
者
は
触
覚
が
す
る
ど
い
」
な
ど

の
先
入
観
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
は
、
倫
理
的
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
危
険
性

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
視
覚
障
害
者
に
対
し
て
情
報
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
場
面
で
、

「
な
ん
で
も
触
れ
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
る
の
が
い
い
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
前
提

で
接
し
た
と
し
た
ら
、
社
会
的
規
範
に
な
じ
ん
で
生
き
よ
う
と
す
る
視
覚
障
害

者
を
、
こ
と
さ
ら
に
障
害
者
の
枠
に
押
し
込
め
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。︵
10
︶

　

こ
う
し
た
行
動
規
範
上
の
理
由
に
加
え
て
、
視
覚
障
害
者
に
お
け
る
「
触
る

機
会
」
の
減
少
を
生
ん
で
い
る
別
の
要
因
と
し
て
、
点
字
識
字
率
の
低
下
が
あ

る
。
二
〇
〇
六
年
に
厚
生
労
働
省
が
実
施
し
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
視
覚

障
害
者
の
点
字
識
字
率
は
、
十
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
︵
11
︶。
点
字
は

若
年
で
な
い
と
身
に
つ
け
る
の
が
難
し
い
と
い
う
技
術
的
な
ハ
ー
ド
ル
も
あ
る

こ
と
に
加
え
て
、
近
年
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
情
報
収
集
に
お

け
る
点
字
の
重
要
度
が
相
対
的
に
低
下
し
て
い
る
。
点
訳
さ
れ
た
本
や
雑
誌
を

触
覚
的
に
読
ま
な
く
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を

音
声
的
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

3
─
2
　
手
の
ひ
ら
以
外
の
触
覚
の
重
視

　

こ
の
よ
う
に
、「
視
覚
障
害
者
＝
触
る
人
」
と
い
う
先
入
観
は
、
実
情
に
合
っ

て
い
な
い
ば
か
り
か
、
当
事
者
た
ち
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
す
ら
あ
る
。

と
は
い
え
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
彼
ら
が
忌
避
し
よ
う
と
す
る
の
は
「
触
る

こ
と
」
で
あ
っ
て
「
触
覚
そ
の
も
の
」
で
は
な
い
こ
と
だ
。
私
た
ち
は
、
触
覚

と
い
う
と
「
手
で
触
る
」
と
い
う
行
為
を
念
頭
に
お
き
が
ち
だ
が
、
実
際
に
は

触
覚
は
全
身
に
分
布
し
て
い
る
。
視
覚
障
害
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
手
の
ひ
ら

以
外
の
触
覚
で
あ
れ
ば
、
大
い
に
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
T
M
さ
ん
は
、
地
下
鉄
に
乗
る
と
き
、
電
車
が
来
た
こ
と
を
ま

ず
頬
に
当
た
る
風
で
感
じ
る
と
い
う
。「
駅
に
入
る
階
段
の
と
こ
ろ
で
も
う
風

が
来
る
の
で
電
車
が
来
た
な
と
分
か
り
ま
す
。
ホ
ー
ム
に
立
っ
て
い
る
と
き
は
、

音
の
前
に
ま
ず
ふ
わ
っ
と
風
が
来
ま
す
。
あ
、
も
う
す
ぐ
来
る
な
と
思
っ
て
い

る
と
、
ゴ
ー
っ
と
音
が
鳴
り
ま
す
。
そ
の
あ
と
さ
ら
に
ぶ
わ
っ
と
強
い
風
が
来

ま
す
」。
電
車
の
よ
う
に
動
き
の
あ
る
対
象
の
場
合
は
明
確
な
「
風
」
が
起
こ

る
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
弱
い
「
空
気
の
流
れ
」
を
空
間
認
知
の
ヒ
ン
ト
に

し
て
い
る
視
覚
障
害
者
は
多
い
。
た
と
え
ば
H
K
さ
ん
は
、
筆
者
と
の
対
話

で
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ホ
ー
ル
に
出
た
こ
と
や
、
十
字
路
に
出
た
こ
と
は
、
頬
に
当

た
る
空
気
の
変
化
で
感
じ
る
」
と
話
し
て
い
た
。
つ
ま
り
「
手
を
伸
ば
し
て
対

象
に
触
る
」
よ
う
な
触
覚
は
憚
ら
れ
る
と
し
て
も
、
頬
に
当
た
る
風
や
空
気
の

流
れ
の
よ
う
な
受
動
的
な
触
覚
で
あ
れ
ば
、
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
な

く
、
ま
た
そ
も
そ
も
気
づ
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
触
覚
で
あ
れ
ば
、

視
覚
障
害
者
は
大
い
に
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ほ
か
に
も
、
足
裏
か
ら
伝
わ
る
触
覚
的
情
報
は
重
要
で
あ
る
。
H
K
さ
ん

の
よ
う
に
、「
畳
の
目
か
ら
部
屋
の
向
き
を
感
じ
る
」
と
い
う
人
も
い
れ
ば
、

道
路
の
わ
ず
か
な
段
差
や
縁
石
の
割
れ
目
を
目
印
に
し
て
、
毎
日
通
る
道
の
道

順
を
理
解
し
て
い
る
人
も
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
I
K
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
「
大

雪
の
日
は
足
も
と
の
段
差
が
な
く
な
る
の
で
困
る
」
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。

足
裏
の
触
覚
も
、
否
定
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
周
囲
の
人
々
に
気
づ
か

れ
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
活
用
す
る
こ
と
に
心
理
的
な
抵
抗
は
な
い
。
興
味
深

い
の
は
、
頬
に
せ
よ
足
裏
に
せ
よ
、
間
接
的
な
触
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
頬
は
、
空
気
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
、
電
車
の
動
き
や
十
字
路
の
形
状
を

知
覚
し
て
お
り
、
足
裏
も
、
靴
底
や
靴
下
を
通
し
、
床
や
地
面
の
形
状
を
知
覚
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し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
視
覚
が
空
気
や
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
対
象
を
認
知
す
る
の

と
同
じ
構
造
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
触
覚
は
、
物
理
的
に
接
触
す
る
こ
と
な
し
に

対
象
を
認
知
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
直
接
知
と
し
て
働
い
て
は
い
な
い
。

3
─
3
　
触
覚
以
外
の
認
知
方
法
の
重
視

　

加
え
て
、
上
記
の
よ
う
な
手
の
ひ
ら
以
外
の
触
覚
を
加
味
し
た
と
し
て
も
、

視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
触
覚
が
も
っ
と
も
重
要
な
感
覚
器
官
で
あ
る
と
は
必
ず

し
も
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
音
を
通
し
て
得
ら
れ
る
情
報
、
す
な
わ
ち
聴
覚
的

な
情
報
は
、
多
く
の
視
覚
障
害
者
の
認
知
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。

　

た
と
え
ば
、
後
方
で
声
が
す
れ
ば
、
そ
こ
に
人
が
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
あ

る
い
は
、
壁
の
向
こ
う
で
水
洗
の
音
が
す
れ
ば
、
と
な
り
が
ト
イ
レ
だ
と
分
か

る
。
車
の
走
行
音
に
よ
っ
て
、
道
路
が
走
っ
て
い
る
方
向
が
分
か
る
、
と
い
う

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
O
H
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
た
と
え
ば
住
宅
街
の
よ

う
な
情
報
が
少
な
く
、
ま
た
人
通
り
も
少
な
い
場
所
で
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た

場
合
、
こ
う
し
た
走
行
音
の
情
報
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
い
っ
た
音
源
定
位
的
な
聴
覚
の
使
用
も
あ
る
。
だ
が
そ
れ
よ

り
見
逃
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
か
つ
重
要
な
の
は
、
そ
れ
じ
た
い
音
を
出
さ
な
い

対
象
も
、
聴
覚
に
よ
っ
て
認
知
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
I
K
さ

ん
は
、
道
路
の
脇
に
あ
る
「
柵
」
を
聴
覚
的
に
認
知
す
る
こ
と
が
あ
る
と
言
う
。

あ
る
程
度
幅
が
あ
る
柵
が
耳
の
高
さ
に
あ
れ
ば
、
脇
を
歩
く
に
つ
れ
て
、
敷
地

内
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
箇
所
と
、
そ
う
で
な
い
箇
所
が
交
互
に
あ
ら
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
I
K
さ
ん
は
、「
音
的
な
し
ま
し
ま
感
」
と
呼
ぶ
。

つ
ま
り
、
柵
の
よ
う
に
そ
れ
じ
た
い
音
を
出
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
環
境

雑
音
に
対
す
る
遮
蔽
効
果
に
よ
っ
て
、そ
こ
に
物
体
が
あ
る
（
あ
る
い
は
な
い
）

と
い
う
こ
と
が
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
気
配
」
の
よ
う
な
も
の
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
電
化

製
品
の
モ
ー
タ
音
、
空
調
の
音
、
木
の
葉
の
そ
よ
ぐ
音
、
私
た
ち
の
環
境
に
は

常
に
鳴
っ
て
い
る
ノ
イ
ズ
の
よ
う
な
音
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
音
が
、
対
象

を
認
知
す
る
た
め
の
媒
体
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
S
J
さ
ん
が
言

う
よ
う
に
、「
無
響
室
で
は
気
配
を
感
じ
な
い
」。
ま
た
、
こ
う
し
た
環
境
雑
音

を
媒
体
に
し
た
認
知
が
と
ら
え
る
の
は
、
壁
や
柵
の
よ
う
な
大
き
な
も
の
だ
け

で
は
な
い
。
S
J
さ
ん
は
、
マ
グ
カ
ッ
プ
く
ら
い
の
大
き
さ
の
人
形
が
頭
の
後

ろ
に
き
た
だ
け
で
も
気
配
を
感
じ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
認
知
は
環
境
音

の
響
き
の
時
間
的
な
変
化
を
前
提
と
し
て
い
る
。柵
の
横
に
い
て
も
立
ち
ど
ま
っ

て
い
た
ら
変
化
を
感
じ
な
い
し
、
人
形
も
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
っ
た
ら
知
覚
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
主
体
な
い
し
対
象
の
運
動
が
必
要
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
音
源
定
位
的
な
聴
覚
や
あ
る
い
は
視
覚
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

　

聴
覚
以
外
に
も
、
嗅
覚
は
重
要
な
情
報
源
で
あ
る
。
パ
ン
屋
の
匂
い
や
美
容

室
の
匂
い
は
、
視
覚
障
害
者
が
町
を
歩
く
と
き
の
重
要
な
マ
ー
ク
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
感
覚
器
官
を
使
う
こ
と
だ
け
が
認
知
の
方
法
で
は
な
い
。

視
覚
障
害
者
の
場
合
に
は
、
周
囲
に
い
る
人
に
よ
る
言
葉
を
介
し
た
情
報
提
供

も
、
重
要
な
認
知
の
方
法
で
あ
る
。「
目
の
前
に
お
茶
が
あ
り
ま
す
よ
」
の
よ

う
な
、
介
助
者
が
意
図
的
に
発
し
た
説
明
的
な
言
葉
以
外
に
も
、
自
然
な
会
話

か
ら
視
覚
障
害
者
は
情
報
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
言
葉
が
な
く
と
も
、
し
ゃ
が

む
、
た
ち
ど
ま
る
、
近
寄
っ
て
観
察
す
る
、
な
ど
の
晴
眼
者
の
行
為
が
、
視
覚

障
害
者
に
と
っ
て
は
環
境
を
認
知
す
る
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
視
覚
障
害
者
は
、
視
覚
以
外
の
感
覚
や
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
環
境
を
認
知
し
、
社
会
に
お
い
て
生
活
を
し
て
い
る
。

彼
ら
は
、健
常
者
か
ら
視
覚
を
差
し
引
い
た
存
在
で
は
な
い
。触
覚
ひ
と
つ
と
っ



10

て
も
、
彼
ら
が
そ
れ
を
使
う
使
い
方
は
、
健
常
者
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

視
覚
障
害
者
の
身
体
論
を
構
築
す
る
上
で
は
、
健
常
者
を
基
準
と
し
て
彼
ら
を

「
視
覚
を
欠
い
た
存
在
」
と
み
な
す
の
で
は
な
く
「
視
覚
が
な
い
状
態
が
標
準

で
あ
る
存
在
」
と
捉
え
る
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

4
　
障
害
者
の
表
象
研
究
か
ら
身
体
論
へ

　

こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
視
覚
障
害
者
の
行
動
観
察
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行

な
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
美
学
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
き
た
「
触
覚
＝
直

接
知
」
や
「
視
覚
障
害
者
＝
触
覚
」
と
い
う
等
号
が
、
い
か
に
実
態
か
ら
離
れ

た
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
多
数
の
証
拠
が
見
つ
か
る
。
こ
う
し
た
乖
離
の
大
き

な
原
因
は
、
従
来
の
美
学
が
、
特
定
の
議
論
の
文
脈
に
お
い
て
し
か
視
覚
障
害

者
を
扱
わ
ず
、
観
念
的
に
理
解
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
1
節
で
扱
っ
た
モ
リ
ヌ
ー
問
題
以
外
に
も
、
視
覚
障
害
者
が
扱
わ
れ
る

美
学
的
文
脈
は
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
「
醜
」
や
「
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
」
を

め
ぐ
る
価
値
的
な
議
論
の
文
脈
で
は
、
視
覚
障
害
者
を
含
む
障
害
者
一
般
の
表

象
が
問
わ
れ
て
お
り
、
ト
ビ
ン
・
シ
バ
ー
ズ
の
研
究
の
よ
う
に
、
障
害
学
の
分

野
で
成
果
を
納
め
て
い
る
研
究
も
存
在
す
る
︵
12
︶。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の

意
義
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
視
覚
障
害
者
な
い

し
障
害
者
一
般
の
「
表
象
」
で
あ
り
、
現
実
の
障
害
者
の
身
体
は
置
い
て
き
ぼ

り
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
絵
画
に
描
か
れ
た
、
あ
る
い
は
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー

に
登
場
す
る
障
害
者
ば
か
り
が
分
析
の
対
象
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
分

析
を
行
う
こ
と
自
体
が
現
実
の
障
害
者
の
身
体
か
ら
の
乖
離
を
助
長
す
る
結
果

に
な
り
か
ね
な
い
。
障
害
者
の
「
表
象
」
の
研
究
で
は
な
く
、
障
害
者
の
「
身

体
」
そ
の
も
の
の
研
究
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
社
会
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
ち
う
る
の
か
。
本
節
で
は
、
美
学
の
文
脈
を
離
れ
て
、

障
害
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
当
事
者
の
体
験
に
即
し
た
障
害
者
の

身
体
論
の
射
程
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

4
─
1
　
二
つ
の
「
障
害
」
概
念

　

ま
ず
抑
え
て
お
き
た
い
の
は
、「
障
害
」
と
い
う
概
念
の
歴
史
的
な
変
遷
で

あ
る
。
障
害
の
概
念
は
、
障
害
の
当
事
者
や
そ
の
家
族
、
あ
る
い
は
研
究
者
等

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
た
歴
史
を
持
ち
、
そ
の
一
部
は
社
会
運
動
の

形
を
と
っ
て
国
や
地
方
自
治
体
の
福
祉
政
策
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。

特
に
そ
の
転
回
点
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
の
が
、
一
九
八
〇
年
頃
に
英

国
か
ら
各
国
へ
と
広
ま
っ
た
障
害
者
運
動
で
あ
る
。︵
13
︶

　

そ
れ
ま
で
、「
障
害
」は
も
っ
ぱ
ら「
個
人
モ
デ
ル
」で
理
解
さ
れ
て
い
た
。「
個

人
モ
デ
ル
」
は
、
障
害
者
が
被
る
不
利
や
困
難
の
原
因
を
、
当
人
の
身
体
的
・

知
的
・
精
神
的
機
能
不
全
に
求
め
る
。
つ
ま
り
、「
手
足
が
動
か
な
い
こ
と
」

や
「
目
が
見
え
な
い
こ
と
」
等
々
か
ら
直
接
不
利
益
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
障
害
は
「
個
人
に
内
属
す
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
モ

デ
ル
に
立
つ
か
ぎ
り
、
対
処
法
は
、
こ
う
し
た
機
能
不
全
を
「
治
療
」
す
る
こ

と
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
が
「
個
人
モ
デ
ル
」
が
別
名
「
医
学
モ
デ
ル
」

と
も
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
障
害
者
運
動
が
提
唱
し
た
「
社
会
モ
デ
ル
」
は
、
デ
ィ
ス

ア
ビ
リ
テ
ィ
の
原
因
を
、社
会
の
側
に
求
め
る
。
主
導
者
で
あ
る
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・

オ
リ
バ
ー
は
そ
れ
を
こ
う
定
義
す
る
。「『
社
会
モ
デ
ル
』
は
デ
ィ
ス
ア
ビ
リ

テ
ィ
の
問
題
を
（
…
）
広
く
社
会
の
内
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
問
題
の
原

因
と
な
る
の
は
、
い
か
な
る
種
類
で
あ
れ
個
人
的
な
制
約
な
の
で
は
な
く
、
社
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会
的
編
成
に
お
い
て
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
を
十
分
に
考
慮
し
た
適
切
な
サ
ー
ビ
ス

と
十
分
な
保
障
を
提
供
す
る
こ
と
に
関
す
る
社
会
の
失
敗
な
の
で
あ
る
」︵
14
︶。

こ
う
し
た
社
会
モ
デ
ル
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
対
処
法
は
、
障
害
者
の
身
体

に
医
療
的
に
介
入
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
的
障
壁
を
な
く
す
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
社
会
運
動
と
し
て
実
践
的
に
展
開
さ
れ
、
社
会
変
革
と

し
て
の
一
定
の
有
効
性
を
持
っ
た
。
実
際
、
我
が
国
の
現
在
の
法
律
上
の
障
害

の
定
義
は
こ
の
「
社
会
モ
デ
ル
」
に
則
っ
て
作
ら
れ
て
お
り
、
学
問
の
世
界
で

も
「
障
害
学
」
と
い
う
新
し
い
領
域
を
生
み
出
し
た
。
先
述
し
た
美
学
に
お
け

る
障
害
の
表
象
を
め
ぐ
る
批
判
的
研
究
も
、
こ
う
し
た
社
会
モ
デ
ル
と
し
て
の

障
害
を
改
善
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

4
─
2
　
障
害
者
の
身
体
論
の
射
程

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
障
害
を
社
会
の
側
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
と
し
て
も
な

お
、
解
決
し
き
れ
な
い
問
題
は
残
る
。
た
と
え
ば
、
熊
谷
晋
一
郎
が
あ
げ
る
の

は
、「
老
い
」
や
「
痛
み
」
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
︵
15
︶。
老
い
や
痛
み
は
、
個

人
の
身
体
に
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
出
来
事
で
あ
り
、
こ
れ
は
障
害
を
社
会
モ

デ
ル
で
捉
え
た
と
し
て
も
消
え
る
こ
と
の
な
い
困
り
ご
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は

そ
も
そ
も
の
問
題
と
し
て
、
障
害
者
と
さ
れ
る
人
と
健
常
者
と
さ
れ
る
人
で
は
、

仮
に
同
じ
行
為
が
で
き
る
自
由
が
保
証
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
経
験
と
し
て

は
全
く
異
な
る
も
の
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
「
駅
か
ら
図
書

館
へ
行
く
」
と
い
う
行
為
を
す
る
に
し
て
も
、
目
で
見
て
行
く
の
と
、
白
杖
を

つ
き
な
が
ら
行
く
の
で
は
全
く
異
な
る
経
験
で
あ
る
。
こ
う
し
た
個
人
の
身
体

の
条
件
に
根
ざ
し
た
差
異
が
理
解
さ
れ
な
い
た
め
に
、
あ
や
ま
っ
た
福
祉
政
策

が
取
ら
れ
る
と
い
っ
た
可
能
性
は
多
い
に
あ
り
う
る
。

　

つ
ま
り
、
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の

と
し
て
、
障
害
当
事
者
の
身
体
そ
の
も
の
や
、
そ
の
経
験
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

よ
う
な
視
点
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
障
害
者
の
身
体
論
は
寄
与
で

き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
医
学
や
生
理
学
の
よ
う
に
、
障
害
者

の
身
体
を
対
象
と
す
る
研
究
分
野
は
す
で
に
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
あ

く
ま
で
身
体
の
経
験
で
は
な
く
器
官
や
機
能
を
、
全
体
で
は
な
く
部
分
を
扱
う

も
の
で
あ
り
、
健
常
者
が
障
害
者
の
視
点
に
立
つ
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、

ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
福
祉
学
に
お
い
て

も
、
政
策
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
び
つ
き
が
ち
で
あ
る
た
め
に
、
数
値
化
可
能
な

デ
ー
タ
を
用
い
た
量
的
な
研
究
が
多
く
、
当
事
者
の
経
験
に
迫
る
よ
う
な
質
的

な
研
究
が
実
現
さ
れ
に
く
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
想
起
す
べ
き
な
の
は
、
デ
ィ
ド
ロ
が
視
覚
障
害
者
に
向
け
て

い
た
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。『
盲
人
書
簡
』
が
感
覚
論
の
み
な
ら
ず
人
間
知
性
論

と
し
て
の
側
面
を
持
つ
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ド
ロ
が
解
明
し
よ

う
と
し
た
の
は
、
視
覚
が
な
い
と
い
う
欠
如
で
は
な
く
、
こ
の
「
視
覚
な
し
で

世
界
を
認
識
す
る
仕
方
」
で
あ
っ
た
。
大
橋
完
太
郎
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
こ
う
し

た
障
害
者
観
を
こ
う
ま
と
め
て
い
る
。「
あ
る
種
の
感
覚
的
統
一
を
『
人
間
』

と
し
て
規
定
す
る
な
ら
ば
、『
盲
者
』
は
単
な
る
『
視
覚
を
取
り
除
か
れ
た
人
間
』

で
は
な
い
。
視
者
と
盲
者
と
の
差
異
は
、
有
機
的
統
一
の
質
的
な
差
異
へ
と
還

元
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
視
覚
を
奪
わ
れ
た
存
在
、
欠
落
し
た
視
者
と
し
て
の

盲
者
で
は
な
く
、
異
な
る
完
全
性
を
体
現
す
る
他
者
と
し
て
の
盲
者
像
が
帰
結

す
る
」︵
16
︶。
こ
う
し
た
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ま
な
ざ
し
を
、
特
定
の
文
脈
に

縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
障
害
者
の
身
体
に
向
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
こ
そ
、
美
学
の
立
場
か
ら
、
当
事
者
の
経
験
に
も
と
づ
く
障
害
者
の
身

体
論
を
書
く
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
需
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
1
） 

哲
学
の
分
野
で
は
、
方
法
論
の
ひ
と
つ
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
用
い
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
鷲
田
清
一
が
提
唱
し
た「
臨
床
哲
学
」は
、

ケ
ア
の
現
場
で
の
詳
細
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
方
法
と
す
る
哲
学
的
な
学
問

領
域
で
あ
る
。

（
2
） 

採
集
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
う
ち
一
部
は
、
全
文
を
著
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

て
公
開
し
て
い
る
。http://asaito.com

/research/ （
二
〇
一
七
年
六
月
現
在
）。

 

な
お
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、
一
部
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー
を
の
ぞ
い
て
本
名
で
全

文
を
公
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
研
究
者
と
そ
の
研
究
対
象
」
と
い
う
一
方
向

の
関
係
に
な
る
の
を
避
け
、
な
る
べ
く
開
か
れ
た
対
等
な
対
話
と
し
て
研
究
を

進
め
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
本
稿
で
は
、
各
イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー
の
ラ
イ
フ
ス

ト
ー
リ
ー
が
問
題
で
は
な
い
た
め
、
学
問
上
の
慣
例
に
し
た
が
っ
て
、
匿
名
で

表
記
し
て
い
る
。

（
3
） Zina W

eygand, V
ivre sans voir – les aveugles dans la société française 

du M
oyen Â

ge au siècle de Louis B
raille, É

ditions C
réaphis, 2003, p. 80  

な
お
、
本
論
に
引
用
し
た
欧
文
テ
キ
ス
ト
の
訳
出
は
、
既
訳
を
参
考
に
し
つ
つ

著
者
自
身
が
行
な
っ
た
（
以
下
同
様
）。

（
4
） D

enis D
iderot, Lettre sur les aveugles, édition critique par R

obert 
N

iklaus, 3e édition, Librairie M
inard, 1970, p. 9

（
5
） Jacques D

errida, Le toucher, Jean-Luc N
ancy, G

allim
ard, 2000, p. 337

（
6
） 

「
新
月
の
夜
」
第
五
回
、
二
〇
一
三
年
六
月
九
日
、
ダ
イ
ア
ロ
グ
・
イ
ン
・
ザ
・

ダ
ー
ク
に
て
開
催

（
7
） H

al Foster, “Preface, ” V
ision and V

isuality, T
he M

IT
 Press, 1998, pp. 

ix-xiv

（
8
） 

文
部
科
学
省
『
点
字
学
習
指
導
の
手
引
き
』
日
本
文
京
出
版
株
式
会
社
、

一
九
九
五
年
、
四
一
頁

（
9
） 

「
視
覚
の
な
い
国
を
デ
ザ
イ
ン
し
よ
う
」、
二
〇
一
六
年
六
月
四
日
、
東
京
・
森

美
術
館
に
て
開
催

（
10
） 

他
方
で
、
触
覚
に
基
づ
く
視
覚
障
害
者
独
自
の
文
化
の
存
在
を
主
張
す
る
動
き

も
あ
る
。
広
瀬
浩
二
郎
『
さ
わ
る
文
化
へ
の
招
待
│
触
覚
で
み
る
手
学
問
の
す

す
め
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
。

（
11
） 

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
企
画
課
『
平
成
十
八
年
身
体
障

害
児
・
者
実
態
調
査
結
果
』、
二
〇
〇
八
年
、
二
四
頁

（
12
） T

obin Siebers, D
isability A

esthetics, T
he U

niversity of M
ichigan 

Press, 2010

（
13
） 

以
下
の
障
害
概
念
に
つ
い
て
は
、
星
加
良
司
『
障
害
と
は
何
か
│
│
デ
ィ
ス
ア

ビ
リ
テ
ィ
の
社
会
理
論
に
向
け
て
』
生
活
書
院
、
二
〇
〇
七
年
を
参
考
に
し
た
。

（
14
） M

ichael O
liver, U

nderstanding D
isability: F

rom
 T

heory to Practice, 
B

asingstoke: M
acm

illan, 1996, p.32.
（
15
） 
熊
谷
晋
一
郎
ほ
か
著
『
ひ
と
り
で
苦
し
ま
な
い
た
め
の
「
痛
み
の
哲
学
」』、
青

土
社
、
二
〇
一
三
年

（
16
） 

大
橋
完
太
郎
『
デ
ィ
ド
ロ
の
唯
物
論
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年
、

八
九
頁

今
後
の
課
題

　

本
論
で
は
、
視
覚
障
害
と
い
う
特
定
の
障
害
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
障
害
の

身
体
論
の
可
能
性
を
論
じ
た
。
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
他
の
障
害
に
も
可
能
で
あ

る
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
検
討
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
特
定
の
身
体

に
つ
い
て
の
身
体
論
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
美
学
が
身
体
に
つ
い
て
論
じ
る
際

に
保
っ
て
き
た
一
般
性
を
離
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
か
に
現
実
の
身
体
の

多
様
性
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
科
学
と
し
て
成
立
す
る
身
体
論
を
構
築
す
る
か
、

そ
れ
を
保
証
す
る
理
論
的
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
も
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。


